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万葉がたIl

・
か
る
う
す
ぼ
　
同
塵
の
本
に
　
わ
が
背
子
は

に
ふ
ぶ
に
笑
み
て
　
立
ち
ま
せ
り
見
ゆ
河
村
王
（
巻
十
六
・
三
八
一
七
）

．
本
歌
で
は
、
田
に
立
て

た
小
屋
の
中
に
暦
日
が
あ

る
様
蒜
詠
ま
れ
て
い
ま

す
。
暦
日
は
、
二
人
が
向

き
合
っ
て
足
で
踏
ん
で
蕃

く
臼
の
こ
と
で
す
。
古
代

に
お
い
て
、
米
（
稲
）
を

書
く
作
業
は
女
性
の
仕
事

で
し
た
。
そ
の
様
子
を
笑

顔
で
見
守
る
男
性
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。

日
本
人
に
と
っ
て
、
米

は
主
食
で
あ
り
、
古
代
に

お
い
て
は
物
々
交
換
用

の
作
物
と
し
て
も
広
く

利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

江
声
時
代
で
は
各
大
名

の
国
力
を
示
す
際
に
は
、

米
の
収
穫
高
で
あ
る
石

高
を
用
い
て
お
り
、
古
代

か
ら
近
代
初
期
に
至
る

ま
で
税
の
基
本
で
も
あ
り

ま
し
た
。

日
本
の
稲
作
は
、
縄
文

時
代
晩
期
に
始
ま
り
、
弥

生
時
代
に
は
広
く
受
容
さ

れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
赤
や
紫
の
色

素
を
含
ん
だ
、
い
わ
ゆ
る

古
代
米
が
飛
鳥
時
代
ま
で

の
主
要
な
品
種
で
し
た
。

米
（
稲
）
が
人
間
の
口

に
入
る
ま
で
に
は
各
種
の

段
階
が
あ
り
ま
す
。
種
蒔

き
か
ら
収
穫
を
経
て
、
刈

り
取
ら
れ
た
米
に
も
複
数

の
呼
び
名
が
あ
り
ま
す
。

謹
撰
韓

さ
ら
に
書
い
た
も
の
を
黒

米
い
詰
り
に
書
け
ば
白
米

（
蕃
米
）
と
呼
ば
れ
ま

す
。
現
在
造
ら
れ
て
い
る

大
吟
醸
酒
の
原
料
米
と
な

る
と
、
さ
ら
に
米
を
磨
き

（
削
り
）
、
精
米
歩
合
が

小
さ
く
な
っ
た
も
の
を
用

い
ま
す
。

現
代
人
の
多
く
が
連
想

す
る
米
と
い
え
ば
白
米
で

す
。
し
か
し
、
古
代
の
庶

民
が
食
べ
た
の
は
黒
米
で

す
。
黒
米
は
、
現
桂
の
玄

米
よ
り
も
精
米
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
玄
米
の
炊
飯
に
は
燃

料
と
時
間
が
か
か
っ
た
た

め
で
す
。

古
代
人
が
白
米
を
食
べ

る
機
会
は
少
な
く
、
主
に

上
層
階
級
が
口
に
し
て
い

ま
し
た
。
精
米
方
法
（
米

を
蕃
く
手
段
）
が
重
労
働

で
あ
っ
た
こ
と
も
理
由
の

一
つ
で
す
。
本
歌
を
詠
ん

だ
河
村
王
は
、
米
を
書
く

機
会
は
な
く
、
重
労
働
と

は
捉
え
て
い
な
か
っ
た
た

め
に
、
こ
の
よ
う
な
歌
を

詠
め
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん。
（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
中
本
和
）

＜
訳
V
暦
日
は
田
の
伏
屋
の
中
で
す
よ
。
あ
な
た
が
に

こ
に
こ
と
笑
っ
て
立
っ
て
お
い
で
な
の
が
見
え
る
。
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万葉がたI

朝
霧
の

た
な
び
く
団
居
に
　
鳴
く
雁
を

留
め
得
む
か
も
　
我
が
や
ど
の
萩
　
光
明
皇
后
（
巻
十
九
・
四
三
四
）

本
歌
は
、
左
注
に
よ
る

と
、
吉
野
宮
行
幸
の
際
に

光
明
皇
后
が
詠
ん
だ
と

し
、
年
月
は
不
詳
と
記
し

ます。聖
武
天
皇
の
吉
野
行
幸

は
、
『
続
日
本
縄
』
神
亀

元
（
7
2
4
）
年
2
月
と

天
平
8
（
7
3
6
）
年
6

月
～
7
月
が
見
え
ま
す
。

ま
た
、
『
万
葉
集
』
萱
ハ

・
九
二
〇
題
詞
は
神
亀
2

年
5
月
の
行
幸
を
記
し
ま

す。
雁
と
萩
は
ど
ち
ら
も
秋

を
示
唆
す
る
講
で
す
。
雁

は
晩
秋
に
渡
っ
て
き
ま

す
。
一
方
、
萩
は
新
暦
7

月
下
旬
か
ら
花
が
咲
き
は

じ
め
、
9
月
に
見
頃
を
迎

え
、
1
0
月
ま
で
見
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
『
万
葉
集
』

の
歌
か
ら
、
雁
が
渡
っ
て

く
る
少
し
前
か
同
じ
く
ら

い
に
、
萩
の
花
が
咲
く
と

認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

1
1
1

う
か
が
え
ま
す
（
巻
十
・

二
一
二
六
、
巻
十
・
二
二

七
六
）
。
こ
れ
ら
か
ら
、

歌
の
詠
ま
れ
た
時
期
が
新

暦
9
月
下
旬
か
ら
m
月
と

想
定
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
記
録
に
残
る

聖
武
天
皇
の
吉
野
行
幸

は
、
い
ず
れ
も
時
期
が
合

い
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、
上

記
以
外
に
行
幸
の
あ
っ
た

可
能
性
が
商
い
の
で
す
。

そ
こ
で
、
手
が
か
り
と

な
る
の
が
、
左
注
の
続
き

に
記
さ
れ
た
「
十
月
正
妃

河
辺
朝
臣
東
大
が
伝
話

せ
る
な
り
」
の
一
文
及
び
、

巻
十
九
に
収
載
さ
れ
る
歌

の
年
代
で
す
。
伝
話
と
は

口
か
ら
口
へ
と
伝
え
る
こ

と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
歌
を
収
載
し
た
大
伴
家

特
は
、
光
明
皇
后
が
歌
を

詠
ん
だ
場
に
い
な
か
っ
た

の
で
す
。
巻
十
九
は
、
天
平

勝
宝
2
（
7
5
0
）
年
3

月
の
歌
に
始
ま
り
、
同
5

年
2
月
で
終
わ
り
ま
す
。

お
お
よ
そ
、
年
月
日
順
に

並
べ
ら
れ
、
本
歌
の
前
後

四
二
二
三
・
四
二
二
五
番

歌
に
、
そ
れ
ぞ
れ
9
月
3

日
と
m
月
1
6
日
の
日
付
が

見
え
ま
す
。
東
大
が
家
持

に
本
歌
を
伝
話
し
た
の

は
、
天
平
勝
宝
2
年
の
m

月
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
本
歌
が
詠
ま

れ
た
の
は
、
家
持
が
越
中

赴
任
中
で
、
吉
野
行
幸
に

同
行
で
き
な
か
っ
た
、
天

平
1
8
（
7
4
6
）
年
か
ら

天
平
勝
宝
2
（
7
5
0
）

年
の
晩
秋
に
あ
た
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
が
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
中
本
和
）

＜
訳
V
朝
霧
が
た
な
び
い
て
い
る
田
で
鳴
く
雁
を
、
と

ど
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
わ
が
家
の
萩
は
。
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万葉がた●Il

蝿
輝
の

待
ち
軟
ぶ
る
　
秋
の
夜
を

寝
る
し
る
し
な
し
　
枕
と
わ
れ
は

（
作
者
未
詳
　
巻
十
・
二
一
〓
ハ
四
）

明
和
6
（
1
7
6
9
）

年
1
0
月
5
0
日
、
江
戸
時
代

韻
的
国
学
者
で
あ
る
賀

茂
真
淵
薫
り
詣

搾
荷
理
詰
・
本
居

宣
長
・
平
田
篤
胤
と
と
も

に
「
国
学
の
四
大
人
」
と

さ
れ
る
真
淵
は
、
『
万
葉

集
』
の
研
究
で
有
名
で
す
。

自
作
の
歌
で
も
万
葉
歌
の

よ
う
な
古
風
な
表
現
を
用

い
る
傾
向
が
あ
り
、
「
こ

ほ
う
き
の
待
ち
よ
う
こ
ベ

る
長
月
の
き
よ
き
月
夜
は

ふ
け
ず
も
あ
ら
な
ん
」

（
『
賀
茂
翁
家
集
』
）
な

ど
、
明
ら
か
に
万
葉
歌
を

踏
ま
え
た
歌
も
残
し
て
い

ます。
『
万
葉
集
』
に
は
「
蟻

蜂
」
を
詠
ん
だ
歌
が
7
首

あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
四

季
分
類
さ
れ
た
巻
の
「
秋
」

の
都
立
て
中
に
収
め
ら
れ

て
お
り
、
う
ち
5
例
は
題

詞
に
も
「
蟻
螺
」
と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
「
蟻
蜂
」

は
中
国
詩
に
み
え
る
詠
題

で
あ
り
、
そ
の
趣
向
と
漠

語
の
表
記
が
そ
の
ま
ま
和

歌
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ

と
が
う
か
が
え
ま
す
。

「
蟻
幡
」
は
、
古
写
本

で
は
「
ぎ
り
ぎ
り
す
」
と

訓
読
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
そ
れ
を
否
定
し
て
「
こ

ほ
ろ
ぎ
」
の
訓
を
提
唱
し

た
の
が
賀
茂
真
淵
で
し

た
。
「
き
り
き
り
す
」
は

5
音
、
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
は

4
音
で
、
例
え
ば
当
該
歌

も
「
き
り
き
り
す
の
」
で

は
な
く
、
「
こ
ほ
う
き
の
」

と
訓
読
す
る
方
が
自
然
で

す
。
以
降
、
現
在
に
至
る

ま
で
真
淵
説
が
定
説
と
な

っ
て
い
ま
す
。

コ
オ
ロ
ギ
も
キ
リ
ギ
リ

ス
も
鳴
く
虫
の
代
表
格
で

す
が
、
平
安
時
代
以
降
の

和
歌
で
は
、
秋
に
美
し
く

鳴
く
虫
と
い
え
ば
「
ぎ
り

ぎ
り
す
」
と
認
識
さ
れ
て

い
た
よ
う
で
す
。
「
こ
ほ

う
き
」
が
和
歌
に
詠
ま
れ

な
か
っ
た
の
は
、
両
者
が

区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

た
め
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

秋
の
夜
長
に
、
茶
褐
色

の
地
味
な
見
た
目
か
ら
は

想
像
で
き
な
い
美
し
い
音

色
を
響
か
せ
る
コ
オ
ロ
ギ

で
す
が
、
音
を
出
す
の
は

雄
だ
け
で
あ
り
、
求
愛
の

た
め
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ

を
知
っ
て
い
た
か
ら
こ

そ
、
こ
の
歌
の
作
者
は
独

り
寝
の
わ
び
し
き
を
「
覆

る
し
る
し
な
し
枕
と
わ
れ

は
」
と
表
現
し
た
の
だ
う

う
と
思
い
ま
す
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
・
井

上
さ
や
か
）

＜
訳
∀
コ
オ
ロ
ギ
は
到
来
を
待
ち
歓
ぶ
秋
の
夜
だ
が
、

浸
る
か
い
が
な
い
。
枕
と
私
と
は
。


